
論
文

　
　
　
　
　
「
命
な
り
け
り
」
の
歌
の
系
譜

佐
　
藤
　
雅
　
代

キ
ー
ワ
ー
ド
：
歌
こ
と
ば
、
命
、
い
の
ち
な
り
け
り
、
万
葉
集
、
八
代
集
、

　
　
　
　
　
　
十
三
代
集
、
中
古
の
和
歌
、
中
世
の
和
歌
、
源
氏
物
語

　
　
は
じ
め
に

　
西
行
の
代
表
歌
に
次
の
一
首
が
あ
る
。

　
　
　
　
あ
づ
ま
の
か
た
に
ま
か
り
け
る
に
、
よ
み
侍
り
け
る

　
　
と
し
た
け
て
又
こ
ゆ
べ
し
と
お
も
ひ
き
や
命
な
り
け
り
さ
や
の
中

（
１
）

『
新
古
今
集
』
巻
一
○
・
羈
旅
・
九
八
七
・
西
行

　
こ
の
歌
は
、
西
行
が
六
十
九
歳
の
時
、
二
度
目
の
陸
奥
へ
の
旅
に
赴
い
た
途

上
、
遠
江
国
佐
野
郡
日
坂
の
峠
、
小
夜
中
山
を
越
え
な
が
ら
詠
ん
だ
と
さ
れ
て

い
る
。
『
西
行
法
師
家
集
』
の
詞
書
に
は
、
「
あ
づ
ま
の
か
た
へ
、
あ
ひ
し
り
た

り
け
る
人
の
も
と
へ
ま
か
り
け
る
に
、
さ
や
の
中
山
見
し
こ
と
の
昔
に
成
た
り

け
る
、
思
出
ら
れ
て
」
と
み
え
、
詠
歌
事
情
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
本
歌
、
あ
る
い
は
参
考
歌
と
し
て
、
古
く
か
ら
次
の
歌
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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題
し
ら
ず

　
　
春
ご
と
に
花
の
さ
か
り
は
あ
り
な
め
ど
あ
ひ
見
む
事
は
い
の
ち
な
り
け
り

『
古
今
集
』
巻
二
・
春
下
・
九
七
・
よ
み
人
し
ら
ず

　
し
か
し
な
が
ら
、
西
行
の
歌
と
『
古
今
集
』
よ
み
人
し
ら
ず
の
歌
に
詠
ま
れ

た
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
は
、
同
じ
和
歌
表
現
で
あ
り
な
が
ら
、
異
な
る
表
現

世
界
を
背
景
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歌

が
内
包
す
る
世
界
を
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
の
歌
の
系
譜
を
辿
る
こ
と
で
明
ら

か
に
し
た
い

（
２
）

。

　
　
　
一
、
万
葉
集
の
「
い
の
ち
」

　
『
万
葉
集
』
で
「
い
の
ち
」
は
、
「
伊
乃
知
」
「
伊
能
知
」
「
命
」
「
寿
」
な
ど

と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
「
い
の
ち
」
の
「
い
」
は
息
に
通
じ
、
「
ち
」
は
勢
い
を

宿
す
霊
格
を
示
す
言
葉
で
、
息
は
魂
、
つ
ま
り
生
命
力
の
活
動
を
意
味
す
る
。「
息

の
緒
」
が
命
と
同
義
で
あ
る
よ
う
に
、
息
は
魂
の
視
覚
化
さ
れ
た
姿
で
も
あ
っ

た
。
『
万
葉
集
』
に
は
、
「
い
の
ち
」
を
導
く
枕
詞
と
し
て
「
た
ま
き
は
る
」
と

1)

1)
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い
う
言
葉
が
み
え
る
。
「
た
ま
」
は
魂
の
意
で
あ
る
が
、
「
き
は
る
」
の
表
記
は

「
刻
」
「
尅
」
「
切
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
魂
の
霊
力
、
生
命
力
が
徐
々

に
減
衰
し
て
い
く
状
態
を
表
し
て
い
る

（
３
）

。
『
万
葉
集
』
に
「
い
の
ち
」
の
語
を

詠
み
込
ん
だ
歌
は
七
八
首
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
作
者
の
知
ら
れ
る
最
も
古
い

例
は
、
次
の
一
首
で
あ
る
。

　
　
天
の
原
振
り
放
け
見
れ
ば
大
君
の
御み

寿い
の
ち

は
長
く
天
足
ら
し
た
り

（
４
）

『
万
葉
集
』
巻
二
・
一
四
七

　
こ
の
歌
は
、
天
智
天
皇
が
重
篤
の
時
、
倭
大
后
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て
お
り
、

青
木
生
子
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
「
死
の
予
感
を
契
機
に
し
て
、
『
い
の
ち
』
に

よ
る
切
実
な
祈
念
と
確
信
と
を
堂
々
と
歌
い
上
げ
て
い
る

（
５
）

」と
い
う
。
つ
ま
り
、

「
御
寿
は
長
く
天
足
ら
し
た
り
」
は
、
天
皇
の
生
命
力
が
見
渡
す
限
り
、
天
空

に
満
ち
満
ち
て
お
り
、
魂
の
活
発
な
動
き
を
賛
美
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
人
間
を
死
ぬ
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
る
と
、
「
い
の
ち
」
は
次
の
よ

う
に
歌
わ
れ
る
。

　
　
留
め
得
ぬ
命
に
し
あ
れ
ば
し
き
た
へ
の
家
ゆ
は
出
で
て
雲
隠
り
に
き

『
万
葉
集
』
巻
三
・
四
六
一

　
　
水
沫
な
す
も
ろ
き
命
も
栲
縄
の
千
尋
に
も
が
な
と
願
ひ
暮
ら
し
つ

『
万
葉
集
』
巻
五
・
九
○
二

　
　
水
の
上
に
数
書
く
ご
と
き
我
が
命
妹
に
逢
は
む
と
う
け
ひ
つ
る
か
も

『
万
葉
集
』
巻
一
一
・
二
四
三
三

　
「
留
め
得
ぬ
命
」
は
挽
歌
と
し
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
「
水
沫
な
す
も
ろ
き
命
」

は
老
い
と
病
苦
の
歌
で
あ
る
が
、
「
水
の
上
に
数
書
く
ご
と
き
」
と
し
た
表
現

か
ら
は
「
命
」
を
無
常
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
他

方
、
「
い
の
ち
」
は
神
が
与
え
て
く
れ
た
も
の
と
す
る
意
識
が
現
れ
て
い
る
の

が
次
の
歌
で
あ
る
。

　
　
ち
は
や
ぶ
る
神
の
持
た
せ
る
命
を
ば
誰
が
た
め
に
か
長
く
も
欲
り
せ
む

『
万
葉
集
』
巻
一
一
・
二
四
一
六

　
ま
た
、
「
い
の
ち
」
は
人
知
を
超
え
た
不
可
思
議
な
何
も
の
か
に
よ
っ
て
支

配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
み
ら
れ
る
歌
も
あ
る
。

　
　
た
ま
き
は
る
命
は
知
ら
ず
松
が
枝
を
結
ぶ
心
は
長
く
と
そ
思
ふ

『
万
葉
集
』
巻
六
・
一
○
四
三

　
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
、
「
い
の
ち
」
の
語
を
詠
み
込
ん
だ
歌
七
八
首
を
部

立
て
別
に
み
る
と
、
挽
歌
は
四
首
に
過
ぎ
ず
、
相
聞
歌
は
四
○
首
を
数
え
る
こ

と
か
ら
、
「
い
の
ち
」
が
相
聞
的
情
調
を
か
き
た
て
る
「
歌
こ
と
ば
」
と
し
て

機
能
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「
死
ぬ
」
と
い
う

言
葉
が
挽
歌
で
は
な
く
、
相
聞
歌
に
頻
出
す
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
君
が
家
に
我
が
住
坂
の
家
道
を
も
我
は
忘
れ
じ
命
死
な
ず
は

『
万
葉
集
』
巻
四
・
五
○
四

　
　
朝
霧
の
凡
に
相
見
し
人
故
に
命
死
ぬ
べ
く
恋
ひ
渡
る
か
も

『
万
葉
集
』
巻
四
・
五
九
九
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直
に
逢
ひ
て
見
て
ば
の
み
こ
そ
た
ま
き
は
る
命
に
向
か
ふ
我
が
恋
止
ま
め

『
万
葉
集
』
巻
四
・
六
七
八

　
　
恋
死
な
む
後
は
何
せ
む
我
が
命
生
け
る
日
に
こ
そ
見
ま
く
欲
り
す
れ

『
万
葉
集
』
巻
一
一
・
二
五
九
二

　
　
何
せ
む
に
命
継
ぎ
け
む
我
妹
子
に
恋
せ
ぬ
先
に
死
な
ま
し
も
の
を

『
万
葉
集
』
巻
一
一
・
二
三
七
七

　
　
あ
ら
た
ま
の
年
の
緒
長
く
か
く
恋
ひ
ば
ま
こ
と
我
が
命
全
か
ら
め
や
も

『
万
葉
集
』
巻
一
二
・
二
八
九
一

　
「
命
死
な
ず
は
」
「
命
死
ぬ
べ
く
」
の
よ
う
に
「
死
ぬ
」
を
伴
っ
た
表
現
や
、

「
命
に
向
か
ふ
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
命
が
け
の
恋
を
表
現
す
る
常
套
句
で
あ

る
。
相
聞
歌
に
死
が
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
が
、
「
何
に
せ
む
命

継
ぎ
け
む
」
と
は
、
生
き
て
い
て
も
仕
方
が
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
我

が
命
全
か
ら
め
や
も
」
は
、
恋
の
た
め
に
身
も
心
も
消
耗
し
き
っ
て
い
る
こ
と

を
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
歌
に
は
、
非
日
常
的
な
恋
が
強
調
さ
れ
て
お

り
、
相
聞
歌
の
「
い
の
ち
」
に
は
、
恋
の
情
念
が
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

　
　
　
二
、
八
代
集
の
「
い
の
ち
な
り
け
り
」

　
八
代
集
に
お
い
て
「
い
の
ち
」
の
語
を
詠
み
込
ん
だ
歌
の
数
と
、
「
い
の
ち

な
り
け
り
」
の
句
を
含
む
歌
の
数
を
示
す
と
【
表
一
】
の
よ
う
に
な
る
。
句
の

数
は
、「
い
の
ち
な
り
け
る
」「
い
の
ち
な
り
け
れ
」
も
含
ん
で
い
る
。
以
下
、「
い

の
ち
な
り
け
り
」
の
句
と
し
て
説
明
す
る
際
に
は
、
す
べ
て
同
様
に
扱
う
。

　
八
代
集
で
「
い
の
ち
」
の
語
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
、
一
三
三
首
で
あ
る
の
に

対
し
、
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
の
句
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
、
八
首
に
過
ぎ
な
い
。

ま
た
、
「
い
の
ち
」
の
語
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
、
『
古
今
集
』
一
二
首
、
『
後
撰

集
』
一
三
首
、
『
拾
遺
集
』
は
二
三
首
と
、
三
代
集
で
は
四
八
首
に
及
ぶ
。
一

方
、「
い
の
ち
な
り
け
り
」
の
句
は
、『
古
今
集
』
に
三
首
み
え
る
も
の
の
、『
後

撰
集
』
一
首
、
『
拾
遺
集
』
は
例
歌
が
み
え
ず
、
三
代
集
で
は
四
首
に
と
ど
ま

る
。
ま
た
、
『
後
拾
遺
集
』
に
は
、
「
い
の
ち
」
の
語
は
二
一
首
も
詠
ま
れ
て
い

る
の
に
、
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
の
句
は
一
首
も
み
え
な
い
。
『
金
葉
集
』
に
お

い
て
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
の
句
は
、
二
度
本
に
一
首
、
三
奏
本
に
二
首
の
計

三
首
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
一
首
は
重
複
歌
で
あ
る
。
そ
の
重
複
歌
を
除
き
、『
金

葉
集
』
三
奏
本
の
用
例
も
加
え
た
八
代
集
の
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
の
歌
を
以

下
に
挙
げ
る
。

【
表
一
】

歌
集
名

古
今
集

後
撰
集

拾
遺
集

後
拾
遺
集

金
葉
集(

二
度
本)

詞
花
集

千
載
集

新
古
今
集

計

語
　
数

12

13

23

21

９

４

22

29

133

句
　
数

３

１

な
し

な
し

１

な
し

１

２

８

※
金
葉
集
（
三
奏
本
）
で
は
語
数
６
、
句
数
２
と
な
る
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題
し
ら
ず

　
　
春
ご
と
に
花
の
さ
か
り
は
あ
り
な
め
ど
あ
ひ
見
む
事
は
い
の
ち
な
り
け
り

『
古
今
集
』
巻
二
・
春
下
・
九
七
・
よ
み
人
し
ら
ず

　
　
今
は
は
や
恋
死
な
ま
し
を
あ
ひ
見
む
と
た
の
め
し
事
ぞ
い
の
ち
な
り
け
る

『
古
今
集
』
巻
一
二
・
恋
二
・
六
一
三
・
清
原
深
養
父

や
ま
ひ
に
わ
づ
ら
ひ
侍
り
け
る
秋
、
心
地
の
た
の
も
し
げ
な
く
お
ぼ

え
け
れ
ば
よ
み
て
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る

　
　
も
み
ぢ
ば
を
風
に
ま
か
せ
て
見
る
よ
り
も
は
か
な
き
物
は
い
の
ち
な
り
け
り

『
古
今
集
』
巻
一
六
・
哀
傷
・
八
五
九
・
大
江
千
里

　
　
　
　
つ
く
し
へ
ま
か
る
と
て
、
き
よ
い
こ
の
命
婦
に
お
く
り
け
る

　
　
年
を
へ
て
あ
ひ
み
る
人
の
別
に
は
惜
し
き
物
こ
そ
い
の
ち
な
り
け
れ

後
撰
集
』
巻
一
九
・
離
別
・
一
三
三
二
・
小
野
好
古

　
　
　
　
顕
季
卿
家
に
て
恋
歌
人
人
よ
み
け
る
に
よ
め
る

　
　
あ
ふ
と
見
て
う
つ
つ
の
か
ひ
は
な
け
れ
ど
も
は
か
な
き
夢
ぞ
い
の
ち
な
り
け
る

（
６
）

『
金
葉
集
』
二
度
本
・
巻
七
・
恋
上
・
三
五
四
・
藤
原
顕
輔

　
　
　
　
題
不
知

　
　
さ
り
と
も
と
思
ふ
心
に
は
か
さ
れ
て
死
な
れ
ぬ
も
の
は
い
の
ち
な
り
け
り

（
７
）

『
金
葉
集
』
三
奏
本
・
巻
八
・
恋
下
・
四
六
二
・
大
中
臣
能
宣

　
　
　
　
題
不
知

　
　
ま
ど
ろ
み
て
さ
て
も
や
み
な
ば
い
か
が
せ
む
寝
覚
め
ぞ
あ
ら
ぬ
命
な
り
け
る

 

『
千
載
集
』
巻
一
七
・
雑
中
・
一
一
四
○
・
西
住
法
師

　
　
　
　
あ
づ
ま
の
か
た
に
ま
か
り
け
る
に
、
よ
み
侍
り
け
る

　
　
と
し
た
け
て
又
こ
ゆ
べ
し
と
お
も
ひ
き
や
命
な
り
け
り
さ
や
の
中
山

『
新
古
今
集
』
巻
一
○
・
羈
旅
・
九
八
七
・
西
行

　
　
　
　
五
十
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
、
述
懐
の
心
を

　
　
な
が
ら
へ
て
世
に
住
む
か
ひ
は
な
け
れ
ど
も
う
き
に
か
へ
た
る
命
な
り
け
り

 

『
新
古
今
集
』
巻
一
八
・
雑
下
・
一
七
六
八
・
守
覚
法
親
王

　
『
古
今
集
』
九
七
番
の
歌
は
、
花
の
盛
り
を
再
び
見
る
こ
と
を
擬
人
化
し
て

「
あ
ひ
見
む
」
と
表
現
し
、
そ
れ
が
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
で
あ
る
と
す
る
が
、

こ
れ
は
天
運
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
「
命
」
そ
の
も
の
へ
の
静
か
な
詠
嘆
に
他

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
六
一
三
番
の
歌
は
、
夫
婦
に
な
ろ
う
と
私
を
期
待
さ
せ

た
あ
な
た
の
言
葉
が
、
「
私
の
命
そ
の
も
の
だ
」
と
解
釈
で
き
る
。
八
五
九
番

の
歌
は
、
病
で
心
細
く
な
っ
た
時
に
風
に
散
る
紅
葉
を
見
て
、
そ
の
情
景
よ
り

も
は
か
な
い
も
の
が
、
自
分
も
含
め
た
「
人
の
命
」
で
あ
る
こ
と
に
初
め
て
気

づ
い
た
と
す
る
。

　
『
後
撰
集
』
一
三
三
二
番
の
歌
は
、
「
別
れ
を
惜
し
む
」
と
い
う
表
現
が
あ

る
の
を
前
提
に
し
て
、
自
分
の
命
は
来
年
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
、
惜
し
む

も
の
は
「
別
れ
」
で
は
な
く
、
「
人
間
の
寿
命
」
だ
と
詠
ん
で
い
る
。

　
『
金
葉
集
』
（
二
度
本
）
三
五
四
番
の
歌
は
、
現
実
に
逢
え
る
効
果
は
な
い

が
、
恋
し
い
人
を
夢
に
見
る
こ
と
が
、
生
き
る
支
え
で
あ
っ
た
と
い
う
感
慨
で

あ
る
。
こ
の
歌
は
、
『
古
今
集
』
六
一
三
番
の
歌
に
通
じ
る
世
界
を
表
現
し
て

い
る
。
一
方
、
『
金
葉
集
』
（
三
奏
本
）
四
六
二
番
の
歌
は
、
相
手
に
期
待
す
る

心
の
せ
い
で
、
死
ぬ
こ
と
も
で
き
な
い
命
で
あ
る
と
詠
ん
で
お
り
、
恋
死
に
も
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で
き
な
い
心
の
葛
藤
を
覗
か
せ
る
。

　
『
千
載
集
』
一
一
四
○
番
の
歌
は
、
第
二
句
「
さ
て
も
や
み
な
ば
」
を
「
命

が
絶
え
た
ら
」
と
解
釈
す
る
か
、
「
そ
の
ま
ま
起
き
ず
に
終
わ
っ
た
ら
」
と
解

釈
す
る
か
二
通
り
に
分
か
れ
る

（
８
）

。
「
あ
ら
ぬ
命
」
と
は
、
寝
覚
め
の
時
に
実
感

さ
れ
る
「
生
命
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
新
古
今
集
』
九
八
七
番
の
歌
は
、
「
命
な
り
け
り
」
が
末
尾
で
は
な
く
、

第
四
句
目
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
は
、
生
か
さ
れ

て
い
る
こ
と
へ
の
強
い
感
慨
で
あ
る

（
９
）

。
一
七
六
八
番
の
歌
は
、
つ
ら
い
こ
と
と

引
き
替
え
に
生
か
さ
れ
て
い
る
命
な
の
だ
、
と
い
う
述
懐
に
な
っ
て
い
る

）
10
（

。

　
八
代
集
の
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
の
歌
は
、
九
首
の
う
ち
三
首
が
恋
の
部
立

て
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
恋
歌
で
は
、
相
手
に
期
待
す
る
心
が
、
我
が
命
を
支

え
て
い
る
と
詠
ん
で
い
る
。
他
の
六
首
は
、
天
運
に
支
配
さ
れ
る
命
、
命
の
は

か
な
さ
、
人
間
の
寿
命
、
生
き
て
存
在
す
る
こ
と
、
存
命
の
実
感
、
辛
さ
に
耐

え
る
命
を
詠
ん
で
い
る
。

　
　
　
三
、
中
古
和
歌
の
「
い
の
ち
な
り
け
り
」

　
平
安
中
期
の
類
題
歌
集
に
『
古
今
和
歌
六
帖
』
が
あ
り
、
成
立
は
十
世
紀
の

終
わ
り
近
く
と
い
わ
れ
て
い
る
。
先
の
『
古
今
集
』
九
七
番
の
歌
は
第
二
句
が

「
花
の
に
ほ
ひ
は
」で
、
六
一
三
番
の
歌
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。

『
古
今
集
』
や
『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
の
例
歌
が
み
え

る
こ
と
か
ら
、
和
歌
表
現
と
し
て
認
知
さ
れ
、
享
受
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
拾
遺
集
』
『
後
拾
遺
集
』
に
は
例
歌
が
な
く
、
中
古
の
私

家
集
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
「
中
古
」
の
定
義
で
あ
る
。
か
つ
て

橋
本
不
美
男
氏
は
、
中
世
和
歌
へ
の
包
括
性
か
ら
「
中
古
」
の
下
限
を
歌
林
苑

の
成
立
頃
、
一
一
五
六
年
～
一
一
五
八
年
と
し
た

）
11
（

。
こ
の
指
摘
を
参
考
に
『
新

編
国
歌
大
観
』
で
、
「
中
古
」
に
分
類
さ
れ
る
私
家
集
を
調
べ
て
み
る
。

　
調
査
の
対
象
と
し
た
一
○
八
の
私
家
集
に
お
い
て
、
「
い
の
ち
」
の
語
が
詠

み
込
ま
れ
た
総
数
は
二
四
五
首
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
「
い
の
ち
な
り
け
り
」

の
句
は
、
以
下
の
九
首
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
ま
た

　
　
さ
り
と
も
と
た
の
む
ふ
心
に
は
か
ら
れ
て
死
な
れ
ぬ
も
の
は
い
の
ち
な
り
け
り

『
能
宣
集
』
三
一
九

　
　
今
は
は
や
恋
死
な
ま
し
を
あ
ひ
み
む
と
た
の
め
し
こ
と
ぞ
命
な
り
け
る
　

『
深
養
父
集
』
三
九

た
れ
な
ら
む
、
ふ
ぢ
の
花
を
惜
し
ま
む
と
い
ひ
し
ほ
ど
に
、
か
く
れ

に
し
人
を
こ
ひ
て

　
　
惜
し
ま
む
と
い
ひ
し
花
だ
に
散
ら
ぬ
ま
に
な
く
な
り
に
け
る
い
の
ち
な
り
け
り 

『
安
法
法
師
集
』
四
○

　
　
き
み
を
の
み
恋
ひ
つ
る
あ
ま
の
た
ま
の
を
は
さ
を
に
か
か
れ
る
命
な
り
け
り

『
賀
茂
保
憲
女
集
』
一
四
三

　
　
見
て
だ
に
も
ま
ど
ひ
し
心
わ
び
ぬ
れ
ば
あ
は
で
も
い
の
ち
な
り
け
り

『
賀
茂
保
憲
女
集
』
一
六
八

　
　
か
く
恋
ひ
ば
た
へ
ず
死
ぬ
べ
し
よ
そ
に
見
し
人
こ
そ
お
の
が
命
な
り
け
れ

『
和
泉
式
部
正
集
』
九
二
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露
を
み
て
草
葉
の
う
へ
と
思
ひ
し
は
時
ま
つ
程
の
命
な
り
け
り

『
和
泉
式
部
正
集
』
三
○
四

七
日
、
例
な
ら
ぬ
こ
こ
ち
の
み
す
れ
ば
、
け
ふ
や
わ
が
よ
の
、
と
お

ぼ
ゆ
る

　
　
い
く
べ
く
も
お
も
ほ
え
ぬ
か
な
別
れ
に
し
人
の
心
ぞ
い
の
ち
な
り
け
る
　

『
和
泉
式
部
続
集
』
六
二
六

　
　
あ
ふ
と
見
て
う
つ
つ
の
か
ひ
は
な
け
れ
ど
も
は
か
な
き
夢
ぞ
い
の
ち
な
り
け
る

『
顕
輔
集
』
三
二

　
『
能
宣
集
』
の
歌
は
『
金
葉
集
』
三
奏
本
に
、
『
深
養
父
集
』
の
歌
は
『
古

今
集
』
と
『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
そ
れ
ぞ
れ
収
め
ら
れ
て
い
る
。
『
賀
茂
保
憲

女
集
』
一
六
八
番
の
歌
は
、
和
歌
本
文
に
欠
落
が
あ
る
も
の
の
、
「
い
の
ち
な

り
け
り
」
が
末
尾
に
置
か
れ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
、
右
の
八
首
の
例

歌
の
う
ち
、
恋
歌
で
な
い
も
の
は
、
『
安
法
法
師
集
』
四
○
番
、
『
和
泉
式
部
正

集
』
三
○
四
番
の
二
首
の
み
で
あ
る
。
両
首
と
も
人
間
の
命
の
は
か
な
さ
を
詠

ん
で
い
る
。

　
『
安
法
法
師
集
』
の
歌
は
、
詞
書
き
に
「
か
く
れ
に
し
人
を
こ
ひ
て
」
と
あ

り
、
藤
の
花
が
散
る
の
を
惜
し
ん
で
い
た
人
が
、
花
が
散
る
前
に
亡
く
な
っ
た

こ
と
を
悲
し
み
、
命
の
は
か
な
さ
を
事
実
と
し
て
確
認
し
た
と
嘆
い
て
い
る
。

　
『
和
泉
式
部
集
正
集
』
三
○
四
番
の
歌
は
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
下
巻
「
無
常
」

の
部
に
収
め
ら
れ
た
羅
維
の
作
「
観
身
岸
額
離
根
草
、
論
命
頭
不
繋
舟
」
の
詩

句
を
訓
読
し

）
12
（

、
そ
の
各
音
節
を
四
三
首
の
歌
の
は
じ
め
に
順
次
、
据
え
て
詠
ん

だ
聯
作
の
う
ち
の
一
首
で
、
草
葉
の
露
ほ
ど
の
は
か
な
い
命
を
詠
ん
で
い
る
。

こ
の
歌
は
『
続
後
拾
遺
集
』
哀
傷
、
『
万
代
集
』
雑
五
に
も
採
ら
れ
、
中
世
に

享
受
さ
れ
て
い
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
和
泉
式
部
続
集
』

六
二
六
番
の
歌
は
、
死
を
自
覚
し
た
時
、
か
つ
て
別
れ
た
恋
人
の
愛
こ
そ
我
が

命
の
支
え
で
あ
っ
た
と
い
う
感
慨
が
「
い
の
ち
な
り
け
る
」
で
表
現
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
『
和
泉
式
部
正
集
』
九
二
番
の
歌
と
同
様
の
発
想
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。

　
中
古
の
和
歌
に
詠
み
込
ま
れ
た
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
と
い
う
詠
嘆
表
現
は
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
恋
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
は
か
な
い
命
な
ど
恋
の
成
就
の
た

め
に
は
惜
し
く
な
い
、
あ
る
い
は
逆
に
、
恋
し
い
人
に
逢
う
こ
と
を
期
待
す
る

か
ら
命
が
惜
し
く
な
る
、
と
い
っ
た
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
相
手
の
存
在
が
い
か
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
は
っ
き
り
と
自
覚

し
た
時
に
発
せ
ら
れ
る
心
の
叫
び
に
他
な
ら
な
い
。
恋
歌
以
外
で
は
、
人
の
命

の
無
常
を
意
識
し
た
時
の
感
慨
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
て
い
た
。

　
　
　
四
、
源
氏
物
語
の
「
い
の
ち
な
り
け
り
」

　
物
語
の
和
歌
に
お
い
て
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
の
句
は
、
ど
の
よ
う
に
詠
み

込
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
管
見
に
入
っ
た
最
も
早
い
例
は
『
う
つ
ほ
物
語
』

で
あ
る
。

　
　
夏
草
に
置
く
露
よ
り
も
は
か
な
き
は
君
に
懸
か
れ
る
命
な
り
け
り

『
う
つ
ほ
物
語
』
菊
の
宴

）
13
（

　
こ
の
歌
は
、
藤
英
か
ら
あ
て
宮
に
贈
ら
れ
た
恋
歌
で
、
夏
草
に
置
く
露
よ
り

も
命
を
は
か
な
い
も
の
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
見
え
る
「
い

の
ち
な
り
け
り
」
の
例
歌
は
、
こ
の
一
首
の
み
で
あ
る
。
次
に
用
例
が
み
え
る

の
は
、
『
源
氏
物
語
』
で
あ
る
。
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「
い
の
ち
」
の
語
は
『
源
氏
物
語
』
に
一
二
二
例
あ
り
、
「
命
長
く
」
「
命
の

か
ぎ
り
」「
命
だ
に
」「
命
絶
え
」「
命
延
ぶ
」な
ど
の
用
例
が
散
見
す
る
。
ま
た
、『
源

氏
物
語
』
で
は
七
九
五
首
の
和
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
「
い
の
ち

な
り
け
り
」
の
例
歌
は
二
首
の
み
で
あ
る
。
物
語
の
始
発
を
開
示
す
る
と
も
い

う
べ
き
最
初
の
一
首
は
、
桐
壺
更
衣
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の

場
面
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

輦
車
の
宣
旨
な
ど
の
た
ま
は
せ
て
も
、
ま
た
入
ら
せ
た
ま
ひ
て
さ
ら
に
え

ゆ
る
さ
せ
た
ま
は
ず
。
「
限
り
あ
ら
む
道
に
も
後
れ
先
立
た
じ
と
契
ら
せ

た
ま
ひ
け
る
を
、
さ
り
と
も
う
ち
棄
て
て
は
え
行
き
や
ら
じ
」
と
の
た
ま

は
す
る
を
、
女
も
い
と
い
み
じ
と
見
た
て
ま
つ
り
て
、

「
か
ぎ
り
と
て
別
る
る
道
の
悲
し
き
に
い
か
ま
ほ
し
き
は
い
の
ち
な

り
け
り

い
と
か
く
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か
ば
」
と
、
息
も
絶
え
つ
つ
、
聞
こ
え
ま
ほ

し
げ
な
る
こ
と
は
あ
り
げ
な
れ
ど
、
い
と
苦
し
げ
に
た
ゆ
げ
な
れ
ば
、
か

く
な
が
ら
、
と
も
か
く
も
な
ら
む
を
御
覧
じ
は
て
む
と
思
し
め
す
に
、「
今

日
は
じ
む
べ
き
祈
祷
ど
も
、
さ
る
べ
き
人
々
う
け
た
ま
は
れ
る
、
今
宵
よ

り
」
と
聞
こ
え
急
が
せ
ば
、
わ
り
な
く
思
ほ
し
な
が
ら
ま
か
で
さ
せ
た
ま

ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
桐
壺
巻

）
14
（

　
桐
壺
帝
の
寵
愛
を
一
身
に
受
け
て
い
た
更
衣
で
あ
っ
た
が
、
病
を
得
て
死
期

が
迫
り
、
宮
中
か
ら
い
よ
い
よ
退
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
が
き
た
。
帝
は

そ
の
現
実
を
な
か
な
か
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
で
狼
狽
し
、
重
篤
な
状
態
の
更
衣

を
、
な
お
そ
ば
近
く
に
留
め
お
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
衰
弱
し
き
っ
た
娘
を

気
遣
う
更
衣
の
母
の
懇
願
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
退
出
が
叶
う
こ
と
に
な
っ
た

場
面
で
あ
る
。

　
帝
と
更
衣
と
い
う
公
の
身
分
ゆ
え
に
悲
恋
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
二
人

が
、
更
衣
の
最
期
の
場
面
で
、
一
人
の
男
と
一
人
の
女
と
し
て
向
き
合
い
、
私

情
を
貫
く
形
で
更
衣
の
側
か
ら
詠
ま
れ
た
の
が
「
か
ぎ
り
と
て
」
の
歌
で
あ

る
）
15
（

。
帝
は
悲
し
み
の
あ
ま
り
返
歌
も
で
き
ず
、
そ
の
こ
と
が
こ
の
場
面
に
お
け

る
帝
の
惑
乱
ぶ
り
を
強
調
し
て
い
る
。
更
衣
の
死
後
、
そ
の
死
を
悼
ん
で
帝
が

詠
ん
だ
「
た
づ
ね
ゆ
く
ま
ぼ
ろ
し
も
が
な
つ
て
に
て
も
魂
の
あ
り
か
を
そ
こ
と

知
る
べ
く
」
が
遠
く
呼
応
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
が
、
一
般
的
な
唱
和
の
形

で
は
な
い
。

　
『
源
氏
物
語
』
で
詠
ま
れ
た
も
う
一
首
の
用
例
は
、
宇
治
十
帖
の
物
語
世
界

で
、
匂
宮
と
浮
舟
の
贈
答
歌
に
み
え
る
。

　
　
長
き
世
を
頼
め
て
も
な
ほ
か
な
し
き
は
た
だ
明
日
知
ら
ぬ
命
な
り
け
り 

浮
舟
巻
・
匂
宮

　
　
心
を
ば
な
げ
か
ざ
ら
ま
し
命
の
み
さ
だ
め
な
き
世
と
思
は
ま
し
か
ば

浮
舟
巻
・
浮
舟

　
匂
宮
の
歌
は
、
行
く
末
を
長
く
と
約
束
し
て
も
、
や
は
り
悲
し
い
の
は
、
明

日
の
こ
と
さ
え
分
か
ら
な
い
人
の
命
の
は
か
な
さ
で
あ
る
よ
と
詠
み
、
そ
れ
に

対
す
る
浮
舟
の
辺
歌
は
、
こ
の
世
で
不
定
な
の
が
命
だ
け
な
ら
、
人
の
心
の
定

め
さ
な
を
嘆
か
な
い
の
に
と
応
じ
て
い
る
。
匂
宮
と
浮
舟
の
贈
答
歌
は
、
先
に

見
た
中
古
の
私
家
集
の
表
現
世
界
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
恋
歌
の
伝
統
的

な
枠
組
み
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
。

　
け
れ
ど
も
、
桐
壺
更
衣
の
歌
は
、
以
前
か
ら
の
帝
の
約
束
で
あ
る
「
限
り
あ

ら
む
道
に
も
お
く
れ
先
立
た
じ
」
と
、
こ
の
場
面
で
の
「
う
ち
捨
て
て
は
え
行

き
や
ら
じ
」
と
い
う
帝
の
言
葉
を
受
け
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
「
生
か
ま
ほ
し
き
」

山陽論叢　第 26 巻 （2019）

- 279 -- 192 -

7



と
「
行
か
ま
ほ
し
き
」
を
掛
け
、
こ
の
世
を
去
る
更
衣
の
意
志
の
す
べ
て
が
、

こ
の
歌
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
桐
壺
帝
へ
の
確
か

な
愛
を
伝
え
よ
う
と
し
、
そ
こ
に
自
分
の
生
き
る
道
が
あ
っ
た
の
だ
と
気
づ
く
、

更
衣
の
心
情
が
結
句
の
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

従
来
の
和
歌
表
現
の
枠
組
み
を
越
え
る
発
想
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
一
首
で
あ
る

と
い
え
る

）
16
（

。

　
　
　
五
、
中
世
和
歌
の
「
い
の
ち
な
り
け
り
」

　
中
世
和
歌
に
お
け
る
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
冒
頭

に
掲
げ
た
西
行
と
同
じ
、
い
わ
ゆ
る
新
古
今
時
代

）
17
（

に
活
躍
し
た
歌
人
た
ち
の
私

家
集
と
、『
新
古
今
集
』
よ
り
後
に
成
立
し
た
勅
撰
集
に
つ
い
て
調
査
し
て
み
る
。

　
ま
ず
、
調
査
の
対
象
と
し
た
私
家
集
二
九
の
う
ち
、
「
い
の
ち
」
の
語
を
詠

み
込
ん
だ
歌
の
総
数
は
一
七
五
首
、
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
の
句
を
含
む
歌
の

総
数
は
一
三
首
で
あ
っ
た
。
西
行
の
家
集
に
注
目
す
る
と
、
「
い
の
ち
」
の
語

を
詠
み
込
ん
だ
例
歌
は
、
『
山
家
集
』
一
八
首
、
『
西
行
法
師
集
』
六
首
、
『
聞

書
集
』
三
首
、
合
わ
せ
て
二
七
首
見
え
る
も
の
の
、
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
の

句
は
、
『
西
行
法
師
集
』
に
一
首
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
一
首
は
『
新

古
今
集
』
に
採
ら
れ
て
い
る
。
西
行
以
外
の
家
集
で
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
の

句
は
、
良
経
の
『
秋
篠
月
清
集
』
一
首
、
慈
円
の
『
拾
玉
集
』
三
首
、
家
隆
の
『
壬

二
集
』
四
首
、
定
家
の
『
拾
遺
愚
草
』
一
首
、『
小
侍
従
集
』
一
首
、『
長
方
集
』

一
首
、
『
隆
信
集
』
一
首
見
え
る
。

　
一
方
、
『
新
古
今
集
』
成
立
後
の
勅
撰
集
、
『
新
勅
撰
集
』
か
ら
『
新
続
古
今

集
』
ま
で
の
十
三
代
集
に
お
い
て
、
「
い
の
ち
」
の
語
を
詠
み
込
ん
だ
歌
の
総

数
は
四
四
三
首
で
、
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
の
句
を
含
む
歌
は
三
五
首
で
あ
る
。

こ
の
三
五
首
を
部
立
て
別
に
見
る
と
、
「
恋
」
が
二
三
首
を
占
め
て
い
る
。

　
　
　
　
遇
不
遇
恋

　
　
む
ば
た
ま
の
よ
る
の
契
り
は
た
え
に
し
を
夢
路
に
か
か
る
い
の
ち
な
り
け
り

『
秋
篠
月
清
集
』
四
七
二

　
　
　
　
花
五
十
首

　
　
山
ざ
く
ら
思
ふ
あ
ま
り
に
世
に
ふ
れ
ば
花
こ
そ
人
の
命
な
り
け
り

『
拾
玉
集
』
一
三
一
六

　
　
　
　
春
七
首

　
　
か
ぎ
り
な
く
あ
ひ
み
ん
春
は
桜
花
神
の
ま
も
れ
る
命
な
り
け
り

『
壬
二
集
』
一
九
六
○

　
　
　
　
恋
廿
五
首
寄
名
所

　
　
た
の
め
お
き
し
後
瀬
の
山
の
ひ
と
こ
と
や
恋
を
い
の
り
の
命
な
り
け
る

『
拾
遺
愚
草
』
一
一
六
五

　
　
　
　
花
歌
の
中
に

　
　
な
が
ら
へ
て
八
十
の
春
に
あ
ふ
事
は
花
み
よ
と
て
の
命
な
り
け
れ
り

『
続
拾
遺
集
』
巻
七
・
雑
春
・
五
○
二
・
京
月
法
師

　
　
　
　
題
し
ら
ず

　
　
生
き
て
こ
そ
今
年
も
見
つ
れ
山
桜
花
に
惜
し
き
は
い
の
ち
な
り
け
り

『
続
千
載
集
』
巻
二
・
春
下
・
一
一
六
・
平
宣
時

　
新
古
今
時
代
の
私
家
集
『
拾
玉
集
』
『
壬
二
集
』
や
、
そ
れ
以
降
に
成
立
し

た
勅
撰
集
『
続
拾
遺
集
』
『
続
千
載
集
』
の
中
に
散
見
す
る
歌
は
、
い
ず
れ
も
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冒
頭
に
掲
げ
た
『
古
今
集
』
の
「
春
ご
と
に
花
の
さ
か
り
は
あ
り
な
め
ど
あ
ひ

見
む
事
は
い
の
ち
な
り
け
り
」
が
念
頭
に
あ
っ
て
の
詠
歌
だ
ろ
う
。
『
秋
篠
月

清
集
』
と
『
拾
遺
愚
草
』
の
例
歌
は
、
題
詠
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
恋
歌
で
あ
る
。

良
経
は
「
夜
の
契
り
が
絶
え
、
夢
で
逢
う
こ
と
が
生
き
る
支
え
で
あ
る
」と
詠
み
、

定
家
は
「
後
日
ま
た
逢
う
こ
と
を
期
待
さ
せ
た
相
手
の
一
言
が
恋
の
成
就
を
願

う
自
分
の
生
き
る
支
え
で
あ
る
」
と
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、
定
家
の
歌
は
、『
古

今
集
』
の
「
今
は
は
や
恋
死
な
ま
し
を
あ
ひ
み
む
と
た
の
め
し
こ
と
ぞ
命
な
り

け
る
」
を
本
歌
と
す
る
。

　
中
世
和
歌
の
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
は
、
西
行
の
詠
歌
を
除
け
ば
、『
古
今
集
』

を
本
歌
と
し
た
も
の
や
、
本
歌
で
は
な
い
ま
で
も
『
古
今
集
』
の
表
現
世
界
を

背
景
に
、
そ
の
枠
組
み
の
中
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
と
い

う
詠
嘆
表
現
に
中
世
的
な
新
し
さ
は
み
ら
れ
な
い
。

　
　
　
結
　
び

　
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
、
「
い
の
ち
」
と
い
う
語
は
多
く
詠
み
込
ま
れ
て
い

る
が
、
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
と
い
う
詠
嘆
表
現
は
み
ら
れ
な
い
。
勅
撰
集
に

お
い
て
、
「
い
の
ち
」
の
語
を
詠
み
込
ん
だ
歌
の
総
数
に
対
し
、
「
い
の
ち
な
り

け
り
」
の
句
を
含
む
歌
の
総
数
は
、
圧
倒
的
に
少
な
い
。
こ
れ
は
、
中
古
・
中

世
の
私
家
集
で
も
同
様
で
あ
る
。
内
容
的
に
は
、
人
の
死
を
悼
む
挽
歌
や
哀
傷

歌
よ
り
も
、
恋
歌
の
中
で
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
、
「
い
の
ち
な
り

け
り
」
の
句
は
、
和
歌
の
末
尾
表
現
と
し
て
第
五
句
目
に
置
か
れ
る
こ
と
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
。
物
語
の
和
歌
に
お
い
て
、
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
の
句
が
詠

み
込
ま
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
に
わ
ず
か
に
用

例
が
み
え
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
「
い
の
ち
」
は
、
「
魂
」
つ
ま
り
「
生
命
力
」
と
い
う
意
を
表
す
こ
と
か
ら

転
じ
て
、
寿
命
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
命
が
人
知
を
超
え
た

不
可
思
議
な
何
も
の
か
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
も
生
じ
て
く

る
。
「
な
り
け
り
」
と
い
う
表
現
は
、
今
初
め
て
そ
の
事
実
に
気
づ
い
た
と
い

う
詠
嘆
で
あ
る
が
、
和
歌
の
中
で
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
と
表
現
さ
れ
る
時
、

詠
者
は
「
命
」
の
何
に
初
め
て
気
づ
い
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
命
は
死
に

よ
っ
て
完
結
し
、
死
は
免
れ
え
ぬ
定
め
で
あ
り
、
露
の
よ
う
に
は
か
な
く
無
常

で
あ
る
こ
と
、
命
の
不
如
意
さ
へ
の
気
づ
き
な
ど
が
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
と

詠
嘆
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
長
寿
へ
の
自
覚
が
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
と
詠
ま

れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
自
然
の
摂
理
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
は

詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
恋
の
成
就
の
た
め
に
は
命
な
ど
惜
し
く
な
い
と

詠
み
、
あ
る
い
は
逆
に
、
頼
み
に
な
ら
な
い
相
手
に
期
待
し
、
そ
れ
を
支
え
と

し
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
命
を
惜
し
む
心
を
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
と
詠
ん
で

い
る
。

　
冒
頭
に
掲
げ
た
西
行
の
歌
は
、
第
四
句
目
に
「
い
の
ち
な
り
け
り
」が
置
か
れ
、

「
さ
や
の
な
か
山
」と
体
言
止
め
に
な
っ
て
い
る
。
西
行
が
気
づ
い
た
「
命
」と
は
、

生
き
て
今
こ
こ
に
あ
る
こ
と
の
実
感
で
あ
り
、
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
感

謝
、
存
命
の
喜
び
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
西
行
の

「
命
な
り
け
り
」
は
他
の
例
歌
と
一
線
を
画
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
源
氏
物
語
』

に
お
い
て
桐
壺
更
衣
が
詠
ん
だ
歌
も
特
異
で
あ
る
。
死
期
の
迫
る
更
衣
が
、
生

へ
の
執
着
を
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
と
詠
嘆
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
生

へ
の
執
着
は
、
桐
壺
帝
へ
の
愛
に
他
な
ら
な
い
。
西
行
の
歌
も
桐
壺
更
衣
の
歌

も
「
命
」
と
向
き
合
う
時
、
死
よ
り
も
生
を
見
据
え
、
意
識
す
る
と
こ
ろ
か
ら

詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
物
語
文
学
と
い
う
虚
構
の
世
界
で

登
場
人
物
が
詠
ん
だ
和
歌
と
、
乱
世
を
生
き
た
実
在
の
人
物
が
詠
ん
だ
和
歌
、

い
ず
れ
も
従
来
の
和
歌
表
現
の
枠
組
み
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
詠
ま
れ
、
独
自
の

表
現
世
界
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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注　(
１)

和
歌
の
引
用
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
『
新
編
国
歌
大
観
』
（
角
川
書
店
）
に
よ
り
、

歌
番
号
も
同
書
に
よ
る
が
、
一
部
、
表
記
を
私
に
改
め
た
。

　(

２
）
筆
者
は
か
つ
て
、
和
歌
文
学
大
系
五
四
巻
『
中
古
歌
仙
集
（
一
）
』
二
○
○
六
年

一
○
月
の
付
録
「
月
報
二
四
」
で
、
「
『
命
な
り
け
り
』
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題

し
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
り
、
本
稿
は
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
論
考
で
あ
る
。

　(

３)

『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
（
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）

　(

４)

『
万
葉
集
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
萬
葉
集
』
（
小
学
館
）
に
よ

り
、
歌
番
号
は
旧
番
号
で
示
し
た
。

　(

５)

『
青
木
生
子
著
作
集 

第
四
巻 
萬
葉
挽
歌
論
』
（
お
う
ふ
う
、
一
九
九
八
年
）

　(

６)

『
金
葉
集
』
三
奏
本
・
三
七
一
に
同
じ
歌
が
み
え
る
。

　(

７)

第
三
句
「
は
か
さ
れ
て
」
は
、「
は
か
ら
れ
て
」
の
誤
写
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、『
玉

葉
集
』
一
五
三
八
に
は
、「
恋
の
歌
の
中
に
」
能
宣
朝
臣
と
し
て
同
じ
形
で
み
え
、「
ば

か
さ
れ
て
」
と
す
れ
ば
「
だ
ま
さ
れ
て
」
と
解
釈
で
き
る
。

　(

８)

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
千
載
和
歌
集
』
（
岩
波
書
店
）
は
、
正
念
の
状
態
で
臨
終

を
迎
え
ら
れ
な
い
恐
れ
を
詠
ん
だ
と
し
、
和
泉
古
典
叢
書
『
千
載
和
歌
集
』
（
和

泉
書
院
）
は
、
寝
つ
か
れ
な
い
ま
ま
物
思
い
を
し
て
い
る
時
こ
そ
、
命
の
ほ
か
の

命
と
も
い
う
べ
き
貴
重
な
も
の
だ
、
と
解
釈
す
る
。 

　(

９)

西
行
の
「
命
な
り
け
り
」
に
つ
い
て
は
、
浜
千
代
清
「
『
い
の
ち
な
り
け
り
』
私

解
」
『
女
子
大
国
文
』
九
四
号
（
京
都
女
子
大
学
）
一
九
八
三
年
一
二
月
、
大
野

順
一
「
西
行
の
出
家
ー
命
な
り
け
り
考
ー
」『
文
学
』
五
四
巻
一
○
号
（
岩
波
書
店
）

一
九
八
六
年
十
月
、
野
毛
孝
彦
「
老
い
の
実
存
・
西
行
『
命
な
り
け
り
』
」
『
短
歌
』

四
○
巻
一
一
号
（
角
川
書
店
）
一
九
九
三
年
一
一
月
、
高
木
周
「
西
行
の
『
命
な

り
け
り
』
の
歌
と
鎌
倉
期
の
日
記
の
表
現
」『
国
語
と
国
文
学
』
九
五
巻
一
一
号
（
東

京
大
学
国
語
国
文
学
会
）
二
○
一
八
年
一
一
月
な
ど
の
論
考
が
あ
る
。

　(

10)

当
該
歌
の
「
う
き
に
か
へ
た
る
命
な
り
け
り
」
と
い
う
考
え
方
は
、
『
源
氏
物
語
』

の
「
絵
合
巻
」
に
お
け
る
光
源
氏
の
「
中
ご
ろ
な
き
に
な
り
て
沈
み
た
り
し
愁
へ

に
か
は
り
て
、
今
ま
で
も
な
が
ら
ふ
る
な
り
」
と
い
う
述
懐
な
ど
に
通
じ
る
も
の

が
あ
る
。

　(

11)

橋
本
不
美
男
『
院
政
期
の
歌
壇
史
研
究
』
（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
六
六
年
）

　(

12)

「
み
を
く
わ
ん
ず
れ
ば
き
し
の
ひ
た
ひ
に
ね
を
は
な
れ
た
る
く
さ
、
い
の
ち
を
ろ

ん
ず
れ
ば
え
の
ほ
と
り
に
つ
な
が
ざ
る
ふ
ね
」

　(

13)

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
る
。

　(

14)

『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
る
。 

　(

15)

『
岷
江
入
楚
』
に
は
、
「
或
抄
御
説
云
」
と
し
て
「
生
死
の
な
ら
ひ
力
を
よ
は
ね

と
も
生
ま
ほ
し
き
と
ね
か
い
た
る
也
」
と
み
え
る
。
「
或
抄
」
と
は
「
長
珊
聞
書
」
、

「
御
説
」
と
は
三
条
西
実
条
の
講
釈
の
こ
と
で
あ
る
。

　(

16)

桐
壺
更
衣
の
和
歌
に
つ
い
て
は
、
藤
河
家
利
昭
「
桐
壺
巻
の
方
法
ー
『
い
か
ま
ほ

し
き
は
命
な
り
け
り
』
の
歌
に
つ
い
て
ー
」
論
集
中
古
文
学
１
『
源
氏
物
語
の
表

現
と
構
造
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
七
九
年
）
、
の
ち
『
源
氏
物
語
の
源
泉
受
容
の
方

法
』
（
勉
誠
社
、
一
九
九
五
年
）
所
収
、
植
田
恭
代
「
限
り
あ
ら
ん
道
に
も
お
く

れ
先
立
た
じ
、
と
ー
反
逆
す
る
愛
の
ゆ
く
え
」
『
国
文
学
』
臨
時
増
刊
号
『
テ
ク

ス
ト
ツ
ア
ー
源
氏
物
語
フ
ァ
イ
ル
』（
學
燈
社
）
二
○
○
○
年
七
月
、
秋
本
宏
徳
「
桐

壺
更
衣
の
和
歌
」
『
成
蹊
国
文
』
三
四
巻
（
成
蹊
大
学
）
二
○
○
一
年
三
月
、
吉

見
健
夫
「
桐
壺
更
衣
の
和
歌
と
長
恨
歌
引
用
ー
源
氏
物
語
始
発
の
形
成
」
『
日
本

古
代
文
学
と
東
ア
ジ
ア
』
（
勉
誠
出
版
、
二
○
〇
四
年
）
所
収
、
植
田
恭
代
「
『
源

氏
物
語
』
と
和
歌
の
こ
と
ば
ー
桐
壺
更
衣
「
い
の
ち
な
り
け
り
」
の
場
合
ー
」『
跡

見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』
四
七
号
・
二
○
一
二
年
三
月
の
論
文
な
ど
が
あ

る
。 

　(

17)

新
古
今
時
代
の
定
義
に
つ
い
て
は
、『
千
載
集
』
の
成
立
後
か
ら
、
藤
原
定
家
の
没

年
ま
で
の
間
、
建
久
元
年
（
一
一
九
○
）
～
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
頃
ま
で
と
し
た
。

付
記
　
本
研
究
は
、
山
陽
学
園
大
学
・
短
期
大
学
の
学
内
研
究
補
助
金
（
平
成

三
十
年
度
）
を
受
け
て
追
行
さ
れ
た
。
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